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真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。

No.112

二
月
十
七
日
、
教
務
所
・
教
化
セ
ン
タ
ー

職
員
研
修
で
水
俣
の
地
を
訪
れ
た
。
身
を
切

る
よ
う
な
寒
さ
の
中
、
水
俣
湾
の
海
底
に
沈

殿
し
た
メ
チ
ル
水
銀
を
封
じ
込
め
る
た
め
に

埋
立
・
造
成
さ
れ
た
地
に
建
つ
「
水
俣
病
慰

霊
の
碑
」
を
参
拝
し
た
。
碑
文
に
は
「
不
知

火
の
海
に
在
る
す
べ
て
の
御
霊
よ
　
二
度
と

こ
の
悲
劇
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
　
安
ら
か
に

お
眠
り
く
だ
さ
い
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
。

私
の
生
涯
に
お
い
て
訪
れ
る
こ
と
な
ど
な

い
と
思
っ
て
い
た
水
俣
。
私
が
立
つ
大
地
の

足
元
に
は
、
メ
チ
ル
水
銀
に
汚
染
さ
れ
た
泥

土
が
眠
る
。
お
ろ
し
た
足
元
か
ら
「
あ
な
た

は
、
今
、
生
き
て
い
ま
す
か
」
と
の
声
が
聞

こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
ふ
っ
と
、

高
校
か
ら
の
法
友
が
聞
か
せ
て
く
れ
た
学
生

祭
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
聲
」
を
憶
っ
た
。

自
分
に
と
っ
て
痛
い
言
葉
は
誰
も
聞
き

た
く
な
い
し
、
出
来
る
こ
と
な
ら
聞
か

ず
に
過
ご
し
た
い
。
だ
か
ら
私
た
ち
の

耳
は
と
て
も
臆
病
に
な
っ
て
い
る
、
い

つ
の
間
に
か
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

周
り
の
声
は
大
き
く
な
っ
た
の
に
、
耳

は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
で

も
よ
く
耳
を
澄
ま
せ
て
み
て
下
さ
い
。

あ
な
た
の
小
さ
く
な
っ
た
耳
よ
り
も
、

も
っ
と
小
さ
く
な
っ
た
声
が
あ
る
こ
と

に
気
付
き
ま
せ
ん
か
、
微
か
に
聞
こ
え

る
叫
び
。
そ
ん
な
微
か
な
心
の
叫
び
さ

え
も
聞
け
る
よ
う
な
大
き
な
耳
を
持
っ

た
人
で
あ
り
た
い
。
そ
う
い
う
願
い
を
、

こ
の
「
聲
」
と
い
う
字
は
顕
わ
し
て
い

ま
す
。

（
九
州
短
期
大
学 

学
生
祭
テ
ー
マ
「
聲
」

呼
び
か
け
文
よ
り
）

私
の
臆
病
で
小
さ
な
耳
は
、
泥
土
に
眠
る

い
の
ち
か
ら
の
「
も
っ
と
生
き
た
か
っ
た
」

と
い
う
微
か
な
叫
び
に
耳
を
塞
ぐ
。
し
か
し

そ
れ
で
も
足
元
か
ら
「
二
度
と
こ
の
悲
劇
を

繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
安
穏
な
世
の
中
で
あ

れ
」
と
の
聲
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

雪
時
雨
で
体
感
し
た
寒
さ
と
は
、
外
気
の

寒
さ
で
な
い
。
日
ご
ろ
声
な
き
声
に
耳
を
傾

け
る
こ
と
の
な
い
私
自
心
の
冷
た
さ
で
あ
っ

た
の
だ
。
我
ら
人
間
の
営
み
が
共
に
同
心
に

生
き
る
本
願
海
を
迷
失
し
、
誰
の
言
葉
も
聞

こ
う
と
せ
ず
、
一
人
一
人
が
孤
立
し
て
い
る

事
実
を
大
悲
し
、「
安
ら
か
に
な
ど
眠
っ
て
お

れ
な
い
」
と
、
不
知
火
の
海
が
わ
ざ
わ
ざ
、

私
を
こ
の
地
に
呼
ん
で
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

如
来
は
、
難
度
海
に
沈
淪
す
る
私
を
拯
済

し
よ
う
と
不
知
火
の
祈
り
に
ま
で
な
っ
て
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
埋
め
立
て
た
人
知
罪
業
も

ろ
と
も
に
、
手
を
合
わ
せ
念
仏
申
す
私
に
閑

か
に
喚
び
か
け
た
ま
う
。
小
さ
な
声
小
さ
な

叫
び
、
そ
れ
を
聞
き
と
る
大
き
な
耳
を
持
て
。

こ
れ
こ
そ
が
人
の
交
わ
り
を
深
め
る
唯
一
の

も
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
不
知
火
の
身
悶
え
の

時
で
あ
っ
た
。

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）
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『
教
行
信
証
』「
総
序
」
に
は
、
喜
び
の
言
葉
、

感
嘆
詞
が
何
度
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
少
し
見

て
ま
い
り
ま
す
と
「
あ
あ
、
弘ぐ

誓ぜ
い

の
強ご

う

縁え
ん

、
多た

生し
ょ
うに

も
値も

う
あい

が
た
く
」（『
聖
典
』
一
四
九
頁
）

と
い
う
感
嘆
詞
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
愚ぐ

と
く
し
ゃ
く

禿
釈
の
親し

ん
ら
ん鸞
、
慶よ

ろ
こ

ば
し
い
か
な
、

西せ
い

蕃ば
ん

・
月が

つ

支し

の
聖

し
ょ
う

典で
ん

、
東と

う

夏か

・
日じ

ち

域い
き

の
師

釈
、
遇あ

い
が
た
く
し
て
今
遇あ

う
こ
と
を
得

た
り
。
聞
き
が
た
く
し
て
す
で
に
聞
く
こ

と
を
得
た
り
。

 

（『
聖
典
』
一
五
〇
頁
）

と
い
う
表
現
で
す
。
こ
の
よ
う
な
慶よ
ろ
こび
の
言
葉
が

並
ん
で
い
る
の
が
『
教
行
信
証
』
な
の
で
す
。

こ
れ
は
一
言
で
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
法
然

上
人
を
通
し
て
、
誰
の
上
に
も
成
り
立
つ
真
実

の
仏
道
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
慶
び
で
し
ょ

う
。
そ
の
感
動
が
『
教
行
信
証
』
を
選
述
し
て

い
く
一
番
の
根
っ
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、そ

し
て
そ
の
お
心
が
『
教
行
信
証
』
全
体
を
貫
い

て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
難
し
い
言
葉
が
見
ら
れ
、
苦
手

意
識
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、『
教
行

信
証
』
は
決
し
て
屁
理
屈
を
並
べ
立
て
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
の
感
動
の
書
物

だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
う

の
で
す
。

先
ほ
ど
の
文
章
を
も
う
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
こ
に
は
「
こ
こ
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
」
と
、
ご

自
身
の
名
前
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
他
の
著
述

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
ま
す
が
、
大

事
な
と
こ
ろ
に
来
る
と
聖
人
は
必
ず
ご
自
身
の

名
前
を
出
さ
れ
、「
自
分
に
お
い
て
は
」
と
い
う

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。「
我
々
は
」
と
か

「
現
代
人
は
」
と
い
う
表
現
な
ど
で
ぼ
や
か
し
た

り
は
さ
れ
ま
せ
ん
。『
歎
異
抄
』
で
も
「
親
鸞
に

お
き
て
は
」（『
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
い
う
よ

う
に
お
名
前
が
記
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
常
日

頃
か
ら
「
他
の
人
は
い
ざ
し
ら
ず
、
こ
の
私
に

お
い
て
は
」
と
、
自
分
の
名
前
を
し
っ
か
り
と

押
さ
え
た
上
で
語
っ
て
い
か
れ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

も
う
少
し
見
て
い
き
ま
す
と
、「
西
蕃
」
と
い

う
の
は
イ
ン
ド
を
指
し
て
お
り
、「
月
支
」
と
い

う
の
は
中
央
ア
ジ
ア
で
す
。「
東
夏
」
と
い
う
の

は
イ
ン
ド
か
ら
見
て
東
に
あ
る
中
国
の
こ
と
で
、

「
日
域
」
は
日
本
で
す
ね
。
朝
鮮
半
島
は
「
東

夏
」
と
い
う
部
分
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
直

接
的
に
は
挙
が
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う

な
国
の
違
い
を
超
え
、
生
き
て
は
た
ら
い
て
き

た
教
え
に
遇
え
た
こ
と
を
、
聖
人
は
「
慶
ば
し

い
か
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
遇
い
が
た
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
求
め
続

け
た
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
出
遇
え
な
か
っ
た
」

と
い
う
人
で
な
け
れ
ば
言
え
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
。「
聞
き
が
た
い
」
と
い
う
こ
と
も
、「
誰
か

の
話
を
聞
い
た
け
れ
ど
も
、
難
し
い
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
教
え
に
出
遇
う

の
に
ど
れ
だ
け
の
道
の
り
を
超
え
て
き
た
の
か

と
い
う
、
聖
人
の
実
感
が
込
め
ら
れ
た
表
現
な

の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
真
実
に
出
遇

え
た
慶
び
を
自
分
だ
け
に
留
め
ず
、未
来
の
我
々

に
ま
で
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
〝
感
動
の
書
〟
が

『
教
行
信
証
』
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
自
分
だ
け
が
慶
ん
で
終
わ
っ
て
い

く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
慶
び
を
周
り
の
人
に

も
伝
え
て
い
く
。
こ
れ
が
教
え
を
い
た
だ
い
た

者
の
大
き
な
責
任
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
教
え
を
い
た
だ
い
た
恩
徳
に
ど
う
応

え
て
い
く
か
と
い
う
、
仏
弟
子
と
し
て
の
親
鸞

聖
人
の
使
命
を
『
教
行
信
証
』
に
読
ん
で
い
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。『
教
行
信
証
』
の
中
に
出
て

く
る
表
現
で
申
し
上
げ
れ
ば
、「
知
恩
報
徳
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
聖
人
は
書
い
て
い
か

れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
留
意
す
る

な
ら
ば
、『
教
行
信
証
』
は
〝
知
恩
報
徳
の
書
〟

で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
は
解
説
も
全
く
無
い
ま
ま
、

竊ひ
そ

か
に
以お

も
ん

み
れ
ば
、
難な

ん
し思
の
弘ぐ

誓ぜ
い

は
難な

ん

度ど

海か
い

を
度ど

す
る
大た

い

船せ
ん

 

（『
聖
典
』
一
四
九
頁
）

と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
説
明
的
に
考
え

れ
ば
、「
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
か
ら
始
ま
っ
た
方
が
、
そ
の
内
容
が
分
か
り

や
す
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
あ
え
て
始
め
に
お
っ

し
ゃ
ら
な
い
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
り
、
そ
こ

に
親
鸞
聖
人
の
意
図
が
存
在
す
る
と
考
え
ま
す
。

例
え
ば
、
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
は
、
一

代
仏
教
の
中
に
「
聖
道
」
と
「
浄
土
」
が
あ
る

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
「
聖

道
」
の
教
え
で
は
我
々
は
迷
い
を
超
え
ら
れ
な

い
の
だ
と
、
末
法
と
い
う
「
時
」
の
問
題
、
そ

し
て
凡
夫
と
い
う
「
機
」
の
問
題
を
押
さ
え
た

上
で
、
我
々
に
お
い
て
成
り
立
つ
仏
道
は
「
浄

土
」
し
か
な
い
と
書
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
法
然
上
人
は
「
浄
土
」
を
前
面
に
押
し

立
て
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
お
ら
れ
る
の

で
す
が
、
当
時
の
仏
教
界
に
は
こ
の
こ
と
を
な

か
な
か
受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
状
況

が
あ
り
ま
し
た
。

修
行
し
て
さ
と
り
を
開
こ
う
と
す
る
人
た
ち

か
ら
す
れ
ば
、
念
仏
一
つ
で
助
か
る
と
い
う
の

は
簡
単
す
ぎ
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏

に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
自
体
、
修
行
を
放
棄
す

る
よ
う
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。「
念
仏
者
は
仏

教
者
の
風
上
に
も
置
け
な
い
」
と
い
う
思
い
が
、

聖
道
の
方
々
に
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
法
然

上
人
を
通
じ
て
真
実
の
教
え
に
出
遇
え
た
と
慶

ん
だ
人
は
、
親
鸞
聖
人
を
は
じ
め
と
し
て
た
く

さ
ん
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
教
え
を
仏

教
だ
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
ま
た
、た

く
さ
ん
い
た
の
で
す
。
む
し
ろ
数
で
言
え
ば
、
後

者
の
方
が
圧
倒
的
な
多
数
派
な
の
で
す
。

現
代
の
私
た
ち
で
も
、
実
践
項
目
や
努
力
目

標
を
設
け
て
、
修
行
し
て
さ
と
り
を
開
く
と
い

う
仏
教
の
方
が
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
修

行
や
聞
法
を
続
け
る
中
で
、
階
段
を
一
段
一
段

と
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
方
が
想
像
し
や
す
い
。

し
か
し
浄
土
真
宗
は
、
教
え
を
何
年
聞
い
た
と

か
、
階
段
を
何
段
上
が
っ
た
か
と
い
う
話
で
は

感
動
の
書

聖
道
門
の
人
々
に
も

聖典研修

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
願
い

第
二
回　

誰
に
向
け
て
書
か
れ
た
の
か

講
師　

一い
ち

楽ら
く 

真ま
こ
と 

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

2019 年 9月 9日
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な
く
、
と
も
に
凡
夫
と
し
て
阿
弥
陀
に
助
け
ら

れ
て
い
く
と
い
う
教
え
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ

れ
が
一
番
聞
き
に
く
い
わ
け
で
し
ょ
う
。

聖
道
門
の
方
々
か
ら
出
さ
れ
た
念
仏
へ
の
批

判
や
疑
問
は
、
自
分
に
は
関
係
の
無
い
過
去
の

出
来
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
段
一
段
進
歩
し

て
い
く
と
い
う
考
え
方
は
私
た
ち
の
体
質
み
た

い
な
も
の
で
、
抜
け
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
誰

も
が
一
度
は
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い

だ
と
思
う
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
続
け

て
お
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
聖
人
は
比
叡

山
の
修
行
で
は
助
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま

え
て
、「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
に
出
遇
わ
れ
た
。

で
す
か
ら
、
修
行
を
し
て
い
る
人
の
気
持
ち
も

分
か
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
対

し
て
、
始
め
か
ら
「
聖
道
の
教
え
に
は
限
界
が

あ
る
」「
浄
土
に
入
れ
」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、

受
け
取
っ
て
は
も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
、『
教
行
信
証
』
が
い
き
な
り
「
阿
弥
陀
仏
の

本
願
は
」
と
始
ま
っ
た
な
ら
ば
、
薬
師
如
来
や

大
日
如
来
を
信
仰
し
て
い
る
人
は
こ
の
文
を
見

た
途
端
に
「
自
分
に
は
関
係
な
い
も
の
だ
」
と

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
「
総
序
」
の
冒
頭
の
部
分
も
、
私

た
ち
に
何
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
非
常
に
端
的
に
語
ら
れ
る
だ
け
で
す
。『
教

行
信
証
』
を
読
ん
で
い
け
ば
、「
難
思
の
弘
誓
」

と
い
う
の
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
指
し
て
い
る

の
だ
と
分
か
る
の
で
す
が
、
最
初
の
時
点
で
は

直
接
的
に
言
わ
な
い
の
で
す
。
違
和
感
を
覚
え

な
い
ま
で
私
た
ち
を
お
育
て
く
だ
さ
り
、
聞
け

る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
じ
わ
じ
わ
と
内

容
が
出
て
く
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

こ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、『
教
行
信
証
』
は

初
め
の
方
を
部
分
的
に
読
ん
で
分
か
る
と
い
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
部
読
ん
で
か
ら
ま

た
戻
る
と
い
う
読
み
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
書
物
だ
と
考
え
ま
す
。

「
後
序
」
の
冒
頭
の
部
分
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

竊ひ
そ

か
に
以お

も
ん

み
れ
ば
、
聖

し
ょ
う

道ど
う

の
諸
教
は
行

ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

久
し
く
廃す

た

れ
、
浄じ

ょ
う
ど土

の
真
宗
は
証
道
い
ま

盛さ
か
りな
り
。

 

（『
聖
典
』
三
九
八
頁
）

「
聖
道
の
様
々
な
教
え
は
も
は
や
廃
れ
て
し
ま

っ
た
故
に
、
そ
の
仏
道
で
迷
い
を
超
え
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
。
浄
土
の
教
え
で
な
け
れ
ば
私

た
ち
は
助
か
ら
な
い
の
だ
」
と
親
鸞
聖
人
は
断

言
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
あ
る
意
味
で『
教

行
信
証
』
の
結
論
な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

文
章
が
最
初
に
書
い
て
あ
っ
た
な
ら
、
聖
道
門

の
修
行
を
し
て
い
る
人
は
一
人
も
読
ん
で
く
れ

な
い
で
し
ょ
う
。

聖
人
は
「
私
の
出
遇
っ
た
仏
教
こ
そ
が
本
物

だ
」
と
自
ら
の
手
柄
の
よ
う
に
話
し
た
い
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
聖
道
の
修
行
を
し
て
い
る

人
た
ち
に
も
、「
あ
な
た
方
が
求
め
て
お
ら
れ
る

事
柄
も
、
浄
土
の
教
え
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た

な
い
」
と
い
う
こ
と
を
受
け
取
っ
て
も
ら
う
た

め
に
、
結
論
的
な
表
現
を
出
す
こ
と
を
最
後
ま

で
引
っ
張
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

た
だ
、
そ
の
浄
土
の
教
え
が
「
承
元
の
法
難
」

と
い
う
弾
圧
に
よ
っ
て
危
機
に
晒
さ
れ
た
こ
と

も
「
後
序
」
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
承
し
ょ
う

元げ
ん

丁ひ
の
と

の
卯う

の
歳と

し

、
仲

ち
ゅ
う
し
ゅ
ん春

上し
ょ
う
し
ゅ
ん

旬
の
候こ

う

」（『
聖
典
』
三
九

八
頁
）
に
興
福
寺
が
訴
え
て
こ
の
処
罰
が
行
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
明
記
す
る
必
要

が
聖
人
に
は
あ
っ
た
。
そ
の
く
ら
い
『
興
福
寺

奏
状
』
は
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。
し
か
し
、
親

鸞
聖
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
ひ
ど
い
目
に

遭
っ
た
と
は
書
い
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
興
福

寺
へ
の
恨
み
か
ら
書
い
た
と
い
う
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
こ
の
弾
圧
に
関
わ
っ
た
天
皇
の

名
前
も
明
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
名
の

前
に
は
「
諱い
み
な」（

＝
呼
ぶ
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る

と
い
う
意
）
を
書
き
つ
け
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
対
決
し
て
い
く
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
弾

圧
し
た
人
も
助
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を

聖
人
は
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
に
は
「
弾
圧
す
る
人
を

あ
わ
れ
み
な
さ
い
」
と
い
う
意
の
表
現
が
何
回

も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

念ね
ん
ぶ
つ仏

せ
ん
ひ
と
び
と
は
、
か
の
さ
ま
た
げ

を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
、
あ
わ
れ
み
を
な
し
、

不ふ

便び
ん

に
お
も
う
て
、
念ね

ん
ぶ
つ仏

を
も
ね
ん
ご
ろ

に
も
う
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た

す
け
さ
せ
た
ま
う
べ
し
と
こ
そ
、
ふ
る
き

ひ
と
は
も
う
さ
れ
そ
う
ら
い
し
か
。

 

（『
聖
典
』
五
七
二
頁
）

つ
ま
り
、
弾
圧
す
る
人
は
ま
だ
念
仏
の
大
事
さ
に

出
遇
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、「
先
に
出
遇
え
た
者
は
、
そ
の
大
事
さ

が
伝
わ
る
よ
う
念
仏
申
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
聖
人
は
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
故
、
弾
圧
者
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
「
彼
ら

に
念
仏
を
勧
め
て
も
意
味
が
な
い
」
と
い
う
こ
と

は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
聖
人
ご
自
身
も
、
法
然
上

人
に
出
遇
わ
な
か
っ
た
ら
浄
土
真
宗
の
教
え
を
知

ら
ず
に
終
わ
っ
て
い
た
。
縁
次
第
で
は
弾
圧
す
る

側
に
回
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
思
い
を
も
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
個
人
の
能
力
や
性
質
に
よ
っ
て
決
ま

る
の
で
は
な
い
の
で
す
。

『
興
福
寺
奏
状
』
を
読
め
ば
見
え
て
く
る
こ
と

で
す
が
、
こ
の
弾
圧
は
決
し
て
「
自
分
た
ち
が

気
に
入
ら
な
い
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
欲
望
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
非
常
に
真
面
目
な
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち

の
握
っ
て
い
る
仏
教
こ
そ
が
本
物
だ
と
思
え
ば

思
う
ほ
ど
、
新
し
く
興
っ
て
き
た
「
た
だ
念
仏
」

と
い
う
教
え
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
は
「
自
分
た
ち
が
正
統
な
仏
教
徒
で
あ
る
」

と
い
う
自
負
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
使
命
感
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
仏
教
を
守

る
た
め
に
も
法
然
上
人
の
専
修
念
仏
、
あ
る
い

は
浄
土
真
宗
の
教
え
を
断
罪
し
、
国
の
権
力
を

利
用
し
て
壊
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

一
つ
の
答
え
に
縛
ら
れ
て
絶
対
化
し
、
問
い

が
無
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人

間
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
真

面
目
で
あ
る
が
故
に
起
こ
っ
て
く
る
問
題
、『
教

行
信
証
』
を
見
る
と
、
そ
う
い
う
人
間
の
問
題

が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
後
序
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恨
み
つ
ら

み
や
対
立
で
は
な
く
、
真
実
の
仏
教
が
見
失
わ

れ
る
と
い
う
危
機
感
だ
と
考
え
ま
す
。
で
す
か

ら
、『
教
行
信
証
』
に
は
親
鸞
聖
人
の
「
興
福
寺

の
人
は
真
と
仮
を
取
り
違
え
て
お
ら
れ
る
が
、ど

う
か
真
実
の
教
え
に
出
遇
っ
て
ほ
し
い
」
と
い

う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

 

【
文
責
編
集
部
】

弾
圧
し
た
側
の
人
々
に
も
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は
じ
め
に

第
31
回
平
和
展
は
、「
真
宗
大
谷
派
の
海
外
侵

出-

朝
鮮
開
教-

」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
三
月
十

七
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
開
催
す
る
予
定
で
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
）
の
感
染
者
が
増

加
し
続
け
て
い
る
状
況
を
う
け
て
、
一
人
で
も

感
染
者
を
増
や
し
た
く
な
い
と
い
う
想
い
か
ら

延
期
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。「
平
和
展
」
は

大
谷
派
の
戦
争
と
の
関
わ
り
、
と
り
わ
け
「
非

常
時
」
の
歴
史
を
通
じ
て
、
現
代
に
生
き
る
私

の
課
題
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

毎
年
、
春
季
彼
岸
会
法
要
に
合
わ
せ
て
開
催
し

て
き
ま
し
た
。
感
染
拡
大
の
「
非
常
時
」
ゆ
え
、

新
た
な
日
程
等
は
未
定
で
す
が
、
内
容
を
先
取

り
し
て
こ
こ
に
報
告
し
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
、
大
谷
派
が
朝
鮮
半
島
と

ど
の
よ
う
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み

で
す
。
近
代
の
歴
史
を
ふ
り
返
る
と
、
大
谷
派

が
朝
鮮
半
島
へ
と
教
線
を
弘
げ
た
「
朝
鮮
開
教
」

は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
遡
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
日
本
が
朝
鮮
（
李
氏
朝
鮮
／
一
三
九
二

～
一
八
九
七
）
と
「
日
朝
修
好
条
規
」（
一
八
七

六
年
二
月
二
十
六
日
）
を
結
び
、
釜
山
を
開
港

し
た
政
治
的
背
景
の
も
と
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

日
本
人
が
三
十
戸
（
約
三
百
人
）
程
度
し
か
居

留
し
て
い
な
い
釜
山
で
開
始
し
た
「
朝
鮮
開
教
」

は
、
日
本
の
朝
鮮
政
策
に
伴
い
な
が
ら
展
開
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
一
九
一
〇（
明

治
四
十
三
）
年
九
月
三
日
の
「
韓
国
併
合
」
や
、

抗
日
運
動
の
「
三
・
一
独
立
運
動
」、
そ
れ
に
十

五
年
戦
争
期
に
お
い
て
も
大
谷
派
は
、
天
皇
の

命
令
を
絶
対
視
し
な
が
ら
、「
朝
鮮
開
教
」
に
従

事
し
ま
し
た
。
そ
の
歴
史
を
、
第
一
部
「
朝
鮮

開
教
の
は
じ
ま
り
」、
第
二
部
「
韓
国
併
合
と
朝

鮮
開
教
」、
第
三
部
「
十
五
年
戦
争
と
朝
鮮
開

教
」
と
い
う
流
れ
で
紹
介
し
ま
す
。
⑴

「
朝
鮮
開
教
」
と
真
俗
二
諦

第
一
部
「
朝
鮮
開
教
の
は
じ
ま
り
」
で
は
、
日

本
が
李
氏
朝
鮮
と
結
ん
だ
「
日
朝
修
好
条
規
」

を
切
っ
掛
け
に
し
て
始
ま
っ
た
「
朝
鮮
開
教
」

の
実
態
に
迫
り
ま
す
。
そ
の
黎
明
期
に
活
動
し

た
人
物
に
奥
村
円
心
（
一
八
四
三
～
一
九
一
三
、

唐
津
市
・
高
徳
寺
）
が
い
ま
す
⑵
。
一
八
七
七

（
明
治
十
）
年
八
月
十
六
日
、
平
野
恵
粋
（
一
八

五
五
～
一
九
一
四
、
砺
波
市
・
恵
念
寺
）
と
共

に
本
山
か
ら
釜
山
駐
留
の
命
を
受
け
た
彼
は
布

教
拠
点
を
設
置
し
、
別
院
へ
と
昇
格
さ
せ
ま
し

た
。
彼
ら
の
活
動
は
他
の
日
本
宗
教
各
派
に
先

駆
け
た
も
の
で
し
た
。
ソ
ウ
ル
や
仁
川
、
元
山
、

木
浦
な
ど
朝
鮮
半
島
に
活
動
拠
点
を
獲
得
し
て

い
く
主
た
る
場
が
釜
山
別
院
で
し
た
。

釜
山
で
の
布
教
は
、
在
留
邦
人
に
限
っ
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
て
い
た
た
め
、
朝

鮮
人
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
直
接
的
に
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
通
度
寺
や
梵

魚
寺
と
い
っ
た
釜
山
近
郊
の
朝
鮮
仏
教
寺
院
な

ど
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
朝
鮮
人
僧
侶
が
訪
れ
た

こ
と
が
、
奥
村
円
心
の
残
し
た
日
記
に
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
日
記
に
よ
り
ま
す
と
、
こ

の
頃
の
朝
鮮
人
僧
侶
と
の
交
流
は
筆
談
を
中
心

に
行
わ
れ
、『
真
宗
教
旨
』（
一
八
七
六
年
十
二

月
）
を
来
訪
者
に
贈
る
と
い
っ
た
活
動
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。『
真
宗
教
旨
』
は
、
小

栗
栖
香
頂
（
一
八
三
一
～
一
九
〇
五
）
が
中
国

開
教
を
志
し
た
際
に
漢
文
で
執
筆
し
た
も
の
で

す
。
奥
村
は
、
小
栗
栖
に
よ
る
中
国
開
教
を
念

頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し

て
、
彼
の
布
教
理
念
は
、「
真
俗
二
諦
の
旨
意
を

以
て
布
教
」
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

真
俗
二
諦
と
は
、
真
諦
（
仏
法
）
と
俗
諦
（
天

皇
の
教
え
）
が
車
の
両
輪
の
よ
う
に
お
互
い
に

資た
す

け
合
う
と
捉
え
る
教
学
の
項
目
で
す
。
そ
も

そ
も
近
代
の
大
谷
派
は
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る

政
府
と
の
関
係
を
確
実
な
も
の
へ
と
移
行
さ
せ

て
お
り
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
十
一
月
二

十
八
日
に
は
明
治
天
皇
か
ら
親
鸞
聖
人
に
対
し

て
「
見
真
」
の
大
師
号
も
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
朝

鮮
半
島
で
は
天
皇
の
権
威
を
持
ち
込
む
ば
か
り

で
な
く
、「
韓
国
皇
帝
」
ら
開
教
地
の
権
威
も
利

用
し
て
い
き
ま
し
た
。

「
韓
国
併
合
」
と
大
谷
派

第
二
部
は
「
韓
国
併
合
と
朝
鮮
開
教
」
に
ス

ポ
ッ
ト
を
あ
て
ま
す
。「
韓
国
併
合
」（
一
九
一

〇
年
八
月
二
十
二
日
）
は
、
近
代
韓
国
と
の
外

交
史
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
日
清
・
日
露
の
両
戦
争
に
勝
利
し
て

東
ア
ジ
ア
で
影
響
力
を
持
っ
た
日
本
は
、
ソ
ウ

ル
に
朝
鮮
総
督
府
を
置
い
て
植
民
地
と
し
て
の

「
朝
鮮
」
を
確
実
に
し
ま
し
た
。
大
谷
派
は
「
韓

国
併
合
」
を
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、
駐
留
す
る

布
教
使
に
対
し
て
、
朝
鮮
人
を
「
忠
良
ノ
臣
民
」

に
な
り
き
ら
せ
る
こ
と
を
布
教
の
目
的
と
す
る

よ
う
訓
示
を
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
植
民
地
経

営
の
安
定
化
に
寄
与
す
る
こ
と
が
「
朝
鮮
開
教
」

に
含
ま
れ
た
の
で
す
。

「
京
城
」
と
呼
ん
だ
ソ
ウ
ル
の
「
京
城
別
院
」

で
は
、
か
ね
て
か
ら
「
韓
国
皇
帝
」
と
の
関
係

を
強
め
て
い
ま
し
た
。
一
八
九
八
（
明
治
三
十

一
）
年
九
月
二
十
三
日
に
は
「
京
城
別
院
」
の

第
31
回
平
和
展
の
開
催
に
向
け
て

研
究
員　

新に
い

野の 

和か
ず
の
ぶ暢

大谷派の
近現代史

大谷派が設置した女子技芸学校

大谷派の活動拠点の一つ、元山別院
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本
堂
新
築
計
画
に
際
し
て
「
韓
国
皇
帝
」
と
皇

太
子
か
ら
多
額
の
寄
付
を
受
け
た
り
、「
聖
躬
万

歳
」（
聖
な
る
体
が
永
久
に
続
く
よ
う
に
、
と
い

う
意
味
）
の
「
尊
牌
」
を
安
置
し
た
り
、「
韓
国

皇
帝
」
の
揮
毫
に
よ
る
「
大
韓
阿
弥
陀
本
願
寺
」

の
扁
額
を
掲
げ
る
な
ど
、「
韓
国
併
合
」
の
直
前

ま
で
権
威
を
利
用
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。「韓

国
併
合
」
に
よ
っ
て
政
治
、
外
交
、
軍
事
、

経
済
、
土
地
、
そ
し
て
教
育
に
至
る
全
て
を
奪

わ
れ
た
朝
鮮
人
で
し
た
が
、
抵
抗
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
「
三
・
一
独
立
運
動
」
で
す
。
一

九
一
九
（
大
正
八
）
年
三
月
一
日
、
天
道
教
（
民

族
宗
教
）、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
か
ら
な
る
宗
教

者
三
十
三
名
の
署
名
に
よ
る
「
独
立
宣
言
書
」

が
ソ
ウ
ル
で
読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
運

動
は
朝
鮮
半
島
全
土
に
広
が
り
、
三
ヵ
月
近
く

継
続
し
ま
し
た
。
日
本
は
警
察
や
軍
隊
を
動
員

し
て
武
力
に
よ
る
弾
圧
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
動
き
は
大
谷
派
の
各
別
院
や
開
教
使
に

と
っ
て
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本

山
は
、仏

教
各
宗
相
携
へ
て
邦
家
統
治
の
大
業
に

資
す
る
所
あ
る
べ
し
⑶

と
、
日
本
仏
教
の
各
宗
派
が
協
力
し
て
植
民
地
経

営
に
協
力
す
る
べ
き
で
あ
る
と
訓
示
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
朝
鮮
人
を
京
都
の
真
宗
京
都
中
学

に
留
学
さ
せ
て
大
谷
派
僧
侶
と
す
る
計
画
を
実

行
し
た
り
、
ソ
ウ
ル
に
女
子
技
芸
学
校
を
設
置

し
た
り
と
い
っ
た
教
育
の
分
野
を
担
い
な
が
ら
、

幅
広
く
活
動
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
資
料
か
ら

は
植
民
地
統
治
に
対
し
て
疑
問
視
す
る
姿
は
見

ら
れ
ま
せ
ん
。

「
内
鮮
一
体
」
政
策
と
大
谷
派

第
三
部
で
は
、「
満
洲
事
変
」（
一
九
三
一
年

三
月
十
八
日
～
）
に
始
ま
る
十
五
年
戦
争
期
の

「
朝
鮮
開
教
」
に
迫
り
ま
す
。「
満
洲
事
変
」
か

ら
日
中
戦
争
（
一
九
三
七
年
七
月
七
日
～
）
へ

と
戦
争
が
拡
大
し
て
い
く
と
、「
朝
鮮
統
治
」
も

厳
し
さ
を
増
し
て
い
き
ま
し
た
。「
朝
鮮
」
の
独

自
性
を
排
除
し
政
治
的
レ
ベ
ル
か
ら
国
民
の
精

神
的
分
野
ま
で
も
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
「
内

鮮
一
体
」
の
政
策
が
強
化
さ
れ
、
一
九
四
〇（
昭

和
十
五
）
年
に
は
日
本
人
姓
名
を
名
の
ら
せ
る

「
創
氏
改
名
」
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
一
九

（
大
正
八
）年
七
月
十
八
日
に
ソ
ウ
ル
に
創
立
し

た
「
朝
鮮
神
宮
」
は
、
そ
う
し
た
動
き
を
象
徴

す
る
神
社
で
、
神
社
参
拝
な
ど
を
通
じ
て
皇
民

化
教
育
が
徹
底
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
大
谷
派

は
「
京
城
別
院
」
に
「
朝
鮮
僧
侶
養
成
所
」
を

設
置
し
て
、
日
本
か
ら
僧
侶
を
派
遣
す
る
ば
か

り
で
な
く
、「
朝
鮮
」
で
の
布
教
活
動
を
独
立
し

た
サ
イ
ク
ル
で
行
お
う
と
し
ま
し
た
。
こ
こ
を

卒
業
し
た
生
徒
は
「
京
城
」
や
平
壌
な
ど
、
各

地
の
布
教
所
の
「
朝
鮮
信
徒
講
習
会
」
の
通
訳

と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
通
常
の
布
教
活
動
に
加
え
て
、
朝

鮮
民
族
宗
教
を
丸
ご
と
末
寺
と
し
た
事
実
も
あ

り
ま
す
。
現
在
も
韓
国
内
で
活
動
し
て
い
る
水

雲
教
を
、
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
三
月
に

大
谷
派
の
末
寺
「
興
龍
寺
」
と
し
て
位
置
づ
け

た
の
で
す
。
末
寺
「
興
龍
寺
」
が
頒
布
し
た
徽き

章し
ょ
うに

は
、
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

卍
字
と
い
う
の
は
、
仏
は
万
徳
を
具
備
す
る

相
で
あ
る
。
中
央
赤
色
の
光
明
は
太
陽
偏

照
の
象
で
弥
陀
如
来
の
大
悲
救
済
を
示
し

た
も
の
で
、四
十
八
の
光
明
線
は
即
ち
四
十

八
願
の
象
で
あ
る
。
外
廊
の
八
角
は
八
咫
鏡

の
相
で
、
国
体
観
念
の
大
義
を
表
す
な
り
。

吾
等
、
仏
子
と
い
う
の
は
、
現
当
二
世
に
如

来
の
満
徳
を
恵
み
施
こ
さ
れ
る
為
に
報
徳

感
謝
に
精
進
勇
往
す
る
表
徴
な
り
。
⑷

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
と
、
八
咫
鏡
に

よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
天
皇
の
権
威
と
が
重
な
る
教

え
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
真
俗
二
諦
を

表
象
す
る
こ
の
徽
章
は
、「
朝
鮮
開
教
」
の
在
り

方
を
如
実
に
伝
え
る
資
料
で
も
あ
る
の
で
す
。

初
公
開
の
寄
贈
資
料

特
別
展
で
は
、「
軍
人
が
残
し
た
戦
争
写
真
」

と
題
し
、
昨
年
、
名
古
屋
市
内
の
寺
院
を
通
じ

て
門
信
徒
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
『
軍
人
ア
ル
バ

ム
』
を
初
公
開
し
ま
す
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
、
第

三
師
団
管
下
の
歩
兵
隊
の
一
員
と
し
て
出
征
し

た
軍
人
（
編
者
）
が
撮
り
た
め
た
写
真
が
編
集

さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
写
真
の
横
に
は
白

い
ペ
ン
で
「
写
真
説
明
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
保
存
状
態
が
良
く
、
歴
史
資
料
と
し
て

の
価
値
が
高
い
と
判
断
し
ま
し
た
。

分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
重
要
な
こ

と
は
、
戦
争
の
最
前
線
に
立
っ
た
者
で
し
か
手

に
入
ら
な
い
写
真
と
い
う
点
で
す
。
撮
影
時
期

は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
か
ら
一
九
三
六

（
昭
和
十
一
）
年
で
、
主
に
「
満
洲
国
」
で
撮
影

さ
れ
ま
し
た
。
延
吉
や
図
門
、
牡
丹
江
、
哈
爾

浜
と
い
っ
た
地
名
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
主
に
東

寧
（
現
在
の
中
国
黒
竜
江
省
東
寧
市
）
で
活
動

し
た
よ
う
で
す
。
東
寧
は
黒
竜
江
省
の
南
端
に

位
置
す
る
ロ
シ
ア
と
の
国
境
の
町
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
ソ
連
と
の
間
に
あ
っ
た

緊
張
関
係
の
最
前
線
に
着
任
し
て
い
た
の
で
す
。

「
満
洲
事
変
」
の
発
端
と
な
っ
た
柳
条
湖
事
件
の

現
場
や
、
日
本
に
抵
抗
し
た
「
匪
賊
」
の
家
屋

を
焼
き
払
う
写
真
、
そ
れ
に
売
春
宿
を
意
味
す

る
隠
語
の
「
ピ
ー
屋
」
と
記
さ
れ
た
も
の
ま
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
、
進
軍
の
実
態

を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
で
し
ょ
う
。

�

⑴　

�

朝
鮮
半
島
の
時
代
区
分
を
、
李
氏
朝
鮮
（
一
三
九

二
～
一
八
九
七
）、
大
韓
帝
国
（
一
八
九
七
～
一
九

一
〇
）、
そ
し
て
日
本
統
治
時
代
を
「
朝
鮮
」
と
し

ま
す
。

⑵　

�

彼
の
自
坊
で
あ
る
高
徳
寺
（
現
在
の
唐
津
市
）
の

奥
村
浄
信
は
、
一
五
八
五
（
天
正
十
三
）
年
に
釜

山
で
開
教
し
た
と
い
う
寺
伝
も
あ
り
ま
す
。

⑶　

�『
宗
報
』
第
二
一
三
号
（
宗
報
発
行
所　

一
九
一
九

（
大
正
八
）
年
六
月
三
十
日
）
よ
り
。

⑷　

�

原
文
は
朝
鮮
語
。
活
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み

や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
句
読
点
や
送
り
仮
名
を

付
し
ま
し
た
。

※
資
料
の
引
用
は
現
代
用
語
に
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

末寺「興龍寺」が頒布した徽章

「満人家屋の焼却」と記された写真
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は
じ
め
に

筆
者
は
先
に
、『
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
区
教

化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』
第
十
二
集
（
二
〇
一
九

年
七
月
発
行
）
に
お
い
て
、
尾
張
地
域
を
具
体

例
と
し
な
が
ら
、
真
宗
の
講
組
織
で
の
葬
儀
に
お

け
る
相
互
扶
助
を
検
討
し
て
み
た
⑴
。
そ
れ
は
、

真
宗
の
講
組
織
に
お
け
る
多
様
な
役
割
の
ご
く

一
部
を
摘
ま
み
と
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
ま
だ
ま
だ
全

容
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
で

あ
っ
た
が
、
現
時
点
で
の
筆
者
な
り
の
研
究
成
果

で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
こ
で
は
、
当
然
言
及
す
べ
き

『
改
邪
鈔
』
第
十
六
条
の
内
容
が
抜
け
落
ち
て
お

り
、
脱
稿
後
そ
の
点
に
つ
い
て
ご
指
摘
を
頂
戴
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
度
図
ら
ず
も
、
本
紙
面

に
て
前
稿
を
補
足
す
る
機
会
が
い
た
だ
け
た
の

で
、
本
稿
で
は
『
改
邪
鈔
』
第
十
六
条
と
、
葬

儀
に
お
け
る
真
宗
門
徒
の
相
互
扶
助
に
つ
い
て
の

私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

＊
＊
＊

最
初
に
、『
改
邪
鈔
』
の
第
十
六
条
を
確
か
め

る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
以
下
に
ま
ず
全
文
を

引
用
す
る
。

一　

当と
う
り
ゅ
う流
の
門も

ん

人に
ん

と
号
す
る
輩

と
も
が
ら、
祖そ

師し

先せ
ん

徳ど
く

報ほ
う

恩お
ん

謝し
ゃ

徳と
く

の
集し

ゅ
う
え会
の
み
ぎ
り
に
あ
り
て
、

往
生
浄じ

ょ
う
ど土
の
信
心
に
お
い
て
は
そ
の
沙さ

た汰

に
お
よ
ば
ず
、
没も

つ

後ご

葬そ
う
れ
い礼
を
も
っ
て
本ほ

ん

と

す
べ
き
よ
う
に
衆し

ゅ
う
ぎ議

評ひ
ょ
う
じ
ょ
う

定
す
る
、
い
わ
れ

な
き
事
。

　

右
、
聖

し
ょ
う

道ど
う
も
ん門
に
つ
い
て
密
教
所
談
の

「
父ぶ

も母
所し

ょ

生し
ょ
う
し
ん身　

速そ
く
し
ょ
う証

大だ
い
か
く覚

位い

」（
発
菩
提
心

論
）
と
ら
い
え
る
ほ
か
は
、
浄じ

ょ
う
せ
つ刹

に
往お

う
げ
い詣

す
る
も
苦く

域い
き

に
堕だ

在ざ
い

す
る
も
、
心し

ん

の
一
法

な
り
。
全
く
五ご

蘊う
ん

所し
ょ
じ
ょ
う成

の
肉に

く

身し
ん

を
も
っ
て
、

凡ぼ
ん

夫ぶ

速そ
く

疾し
つ

に
浄じ

ょ
う
せ
つ刹

の
う
て
な
に
の
ぼ
る
と

は
談
ぜ
ず
。
他
宗
の
性し

ょ
う
そ
う相

に
異い

す
る
自
宗

の
廃は

い
り
ゅ
う立

、
こ
れ
を
も
っ
て
規き

と
す
。
し
か

る
に
、
往
生
の
信
心
の
沙さ

た汰
を
ば
手
が
け

も
せ
ず
し
て
、
没も

つ

後ご

喪そ
う

礼れ
い

の
助じ

ょ
じ
ょ
う成

扶ふ

ち持
の

一
段
を
当
流
の
肝か

ん
よ
う要

と
す
る
よ
う
に
談だ

ん
こ
う合

す
る
に
よ
り
て
、
祖
師
の
御ご

己こ

証し
ょ
うも

あ
ら

わ
れ
ず
、
道ど

う
ぞ
く俗

・
男な

ん
に
ょ女

、
往お

う
じ
ょ
う生

浄じ
ょ
う
ど土

の
み

ち
を
も
し
ら
ず
、
た
だ
世せ

間け
ん

浅せ
ん

近ご
ん

の
無む

常じ
ょ
う

講こ
う

と
か
や
の
よ
う
に
諸し

ょ

人に
ん

思
い
な
す
こ
と
、

心
う
き
こ
と
な
り
。
か
つ
は
、
本ほ

ん

師じ

聖し
ょ
う

人に
ん

の
仰お

お

せ
に
云い

わ
く
、「
某

そ
れ
が
し

親
鸞
閉へ

い

眼が
ん

せ
ば
、賀

茂
河
に
い
れ
て
魚う

お

に
あ
た
う
べ
し
」と
云
々

こ
れ
す
な
わ
ち
、
こ
の
肉
身
を
か
ろ
ん
じ

て
仏
法
の
信
心
を
本ほ

ん

と
す
べ
き
よ
し
を
あ

ら
わ
し
ま
し
ま
す
ゆ
え
な
り
。
こ
れ
を
も

っ
て
お
も
う
に
、
い
よ
い
よ
喪そ

う

葬そ
う

を
一
大

事
と
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
も
っ
と
も
停

ち
ょ
う

止じ

す
べ
し
。
⑵

言
う
ま
で
も
な
く
、『
改
邪
鈔
』
は
本
願
寺
第

三
代
覚
如
上
人
が
撰
述
し
た
聖
教
で
あ
る
。
そ

の
奥
書
に
よ
り
建
武
四
（
一
三
三
七
）
年
、
覚

如
上
人
六
十
八
才
時
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
、
当
時
の
真
宗
教
団
内
外
に
横
行
し
た
邪

義
を
二
十
箇
条
に
わ
た
り
批
判
し
た
書
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
覚
如
上
人
が
何
を
課
題
と
し
た
の
か

を
窺
う
上
で
極
め
て
重
要
な
文
献
で
あ
り
、
す

で
に
諸
先
学
に
よ
る
解
説
書
も
上
梓
さ
れ
て
い

る
。
直
近
で
は
、
二
〇
一
八
年
度
の
真
宗
大
谷

派
安
居
次
講
に
て
草
野
顕
之
氏
が
講
じ
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
講
本
⑶
に
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
。

本
稿
も
そ
ち
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
執
筆
し
て

い
る
が
、
次
に
そ
の
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

本
条
の
現
代
語
訳
も
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

一
、
浄
土
真
宗
の
門
人
と
称
す
る
人
が
、

親
鸞
聖
人
や
先
達
達
の
報
恩
謝
徳
の
法
会

の
時
に
、
往
生
浄
土
の
信
心
に
つ
い
て
は

議
論
も
せ
ず
、
死
後
の
葬
礼
を
基
本
と
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
議
論
や
相
談

を
す
る
こ
と
は
理
由
の
な
い
こ
と
。

　

右
の
こ
と
は
、聖
道
門
に
お
い
て
は
、密

教
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
父
母
か
ら
生
ま
れ

た
と
こ
ろ
の
身
で
、
速
や
か
に
さ
と
り
の

境
界
に
至
る
」な
ど
と
い
う
ほ
か
に
は
、
浄

土
に
往
生
す
る
の
も
苦
し
み
の
世
界
に
墜

ち
る
の
も
、心
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
決

し
て
五
蘊
に
よ
っ
て
な
る
肉
身
で
、
凡
夫

が
す
ぐ
に
浄
土
に
往
生
す
る
と
は
説
か
な

い
。
他
宗
の
教
義
と
は
異
な
る
真
宗
の
一

方
を
廃
し
他
を
立
て
る
廃
立
は
、
こ
れ
を

も
っ
て
軌
範
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
往
生

の
信
心
の
論
議
も
し
な
い
で
、
没
後
葬
礼

の
相
互
扶
助
の
問
題
を
真
宗
の
肝
要
で
あ

る
か
の
よ
う
に
談
合
す
る
の
で
、
親
鸞
聖

人
の
ご
領
解
も
は
っ
き
り
見
え
な
い
し
、僧

俗
男
女
は
、
往
生
浄
土
の
道
を
も
知
ら
ず
、

た
だ
世
間
の
浅
は
か
な
無
常
講
と
か
い
う

も
の
の
よ
う
に
人
々
が
思
い
込
む
こ
と
は
、

情
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
親
鸞
聖

人
は
こ
う
仰
っ
て
い
る
、「
私
親
鸞
が
目
を

閉
じ
た
な
ら
ば
、
賀
茂
川
に
入
れ
て
魚
に

あ
た
え
よ
」
と
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
肉

身
を
軽
ん
じ
て
仏
法
の
信
心
を
根
本
と
す

べ
き
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
思
う
の
は
、

い
よ
い
よ
葬
送
を
一
大
事
と
す
べ
き
で
は

な
い
。
当
然
停
止
す
べ
き
で
あ
る
。
⑷

＊
＊
＊

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
真
宗
の
門
流

の
没
後
葬
礼
の
問
題
で
あ
り
、
報
恩
謝
徳
の
法

会
に
お
い
て
信
心
の
話
は
せ
ず
に
、「
没
後
葬
礼

の
助
成
扶
持
」
が
肝
要
だ
と
い
う
よ
う
な
話
ば

か
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
宗
が
世
間
に
あ

る
「
無
常
講
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
と
、
覚

如
上
人
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
自
分
が
死
ん
だ
際
は
「
賀

茂
河
に
い
れ
て
魚
に
あ
た
う
べ
し
」
と
遺
言
さ

れ
た
の
だ
か
ら
、
真
宗
に
お
い
て
は
葬
送
を
一

大
事
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
続
く
。

「
無
常
講
」
と
は
「
念
仏
講
」
と
も
呼
ば
れ
、

葬
儀
と
祖
霊
祭
祀
に
関
わ
る
相
互
扶
助
的
な
信

仰
共
同
体
の
こ
と
で
あ
る
。
十
世
紀
末
の
比
叡

山
横
川
で
の
二
十
五
三
昧
講
（
会
）
を
源
流
と

し
て
、
中
世
以
降
在
地
の
ム
ラ
に
も
組
織
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
⑸
。
よ
っ
て
、
真

宗
の
寄
合
が
「
無
常
講
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
葬
儀
に
お
け
る
相
互
扶

助
が
、
す
で
に
真
宗
の
寄
合
に
重
要
な
要
素
と

し
て
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る

と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
覚
如
上
人

に
よ
っ
て
、
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
と
批
判
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
註
⑴
の
拙

真
宗
講
集
団
の
葬
儀
に
お
け
る

 

相
互
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い
て
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補
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稿
で
見
た
よ
う
な
真
宗
の
講
組
織
で
の
葬
儀
に

お
け
る
相
互
扶
助
は
、
そ
も
そ
も
は
宗
祖
の
遺

言
に
背
く
も
の
と
し
て
覚
如
上
人
か
ら
否
定
さ

れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
無
視
し
て
さ
ら
に
盛
ん
に

な
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
、
一
見
解
釈
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
大
き

な
齟
齬
が
生
じ
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
と

い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊

そ
こ
で
、
再
度
注
意
深
く
、
第
十
六
条
の
文

面
を
読
ん
で
み
た
い
。
す
る
と
、
草
野
氏
も
指

摘
さ
れ
る
よ
う
な
次
の
こ
と
が
見
え
て
こ
よ
う
⑹
。

す
な
わ
ち
、
真
宗
の
法
会
等
の
寄
合
に
お
い
て

は
信
心
の
論
議
を
中
心
と
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、

葬
礼
の
相
互
扶
助
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。

亡
骸
を
重
ん
じ
る
よ
り
も
「
仏
法
の
信
心
」
を

根
本
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
こ

そ
が
こ
の
条
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。

決
し
て
、
葬
礼
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
が

主
眼
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
覚
如
上
人
が
居
住
す
る
大
谷
廟
堂

［
た
だ
し
元
亨
元
（
一
三
二
一
）
年
に
は
す
で
に

「
本
願
寺
」
号
を
名
の
っ
て
い
る
］
が
、
宗
祖
の

墓
所
に
そ
の
由
来
を
持
つ
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
弘
長
二
（
一
二
六
二
）
年
の
宗
祖
入
滅

の
翌
日
に
、
あ
る
意
味
で
は
宗
祖
の
遺
言
に
反

し
て
、
京
都
鳥
部
野
の
南
、
延
仁
寺
に
て
荼
毘

に
付
し
、
そ
し
て
鳥
部
野
の
北
、
大
谷
に
埋
葬

さ
れ
た
そ
の
遺
骨
を
、
十
年
後
の
文
永
九
（
一

二
七
二
）
年
、
同
じ
く
京
都
吉
水
の
北
辺
に
移

し
て
廟
堂
を
建
て
た
こ
と
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

言
う
な
れ
ば
、
自
分
の
亡
骸
は
「
賀
茂
川
に
入

れ
て
魚
に
あ
た
え
よ
」
と
宗
祖
に
遺
言
さ
れ
て

も
、
追
慕
の
念
に
よ
っ
て
そ
う
で
き
な
か
っ
た
、

子
弟
・
門
弟
に
よ
る
葬
礼
が
元
と
な
っ
て
成
立

し
た
の
が
大
谷
廟
堂
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、覚
如
上
人
の
伝
記
の
一
つ
で
あ
る『
最

須
敬
重
絵
詞
』［
上
人
入
滅
の
翌
年
、
文
和
元

（
一
三
五
二
）
年
成
立
］
の
第
六
巻
第
二
十
三
段

に
は
、
父
・
覚
恵
師
の
臨
終
に
お
い
て
、
そ
の

遺
骨
を
、
京
都
の
西
北
、
蓮
台
野
芝
築
地
に
あ

る
祖
父
・
日
野
広
綱
の
墓
の
傍
ら
に
葬
り
、
延

慶
二
（
一
三
〇
九
）
年
の
叔
父
・
唯
善
師
と
の

大
谷
廟
堂
相
続
争
い
終
結
後
は
、
廟
堂
に
移
し

て
宗
祖
の
遺
骨
と
と
も
に
崇
敬
し
た
こ
と
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
⑺
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま

え
て
み
れ
ば
、
覚
如
上
人
が
葬
礼
そ
の
も
の
を

否
定
す
る
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
を
露
呈
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
と
も
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
れ
も
草
野
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
⑻
、
中
世
京
都
に
お
い
て
は
時

宗
の
寺
が
火
葬
場
を
運
営
し
て
お
り
、
宗
祖
が

荼
毘
に
付
さ
れ
た
鳥
部
野
に
も
時
宗
寺
院
の
火

葬
場
が
あ
っ
た
と
い
う
⑼
。
周
知
の
よ
う
に
覚

如
上
人
は
『
改
邪
鈔
』
第
三
条
に
て
、
真
宗
の

門
流
が
裳
無
衣
と
黒
袈
裟
を
着
用
す
る
こ
と
で

時
宗
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
て

い
る
が
⑽
、
こ
の
時
宗
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と

へ
の
懸
念
が
、
覚
如
上
人
に
葬
儀
で
の
相
互
扶

助
を
警
戒
さ
せ
た
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

結
び
に
か
え
て

註
⑴
の
拙
稿
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
真
宗
の

講
組
織
で
の
葬
儀
に
お
け
る
相
互
扶
助
は
、
十

世
紀
末
か
ら
の
二
十
五
三
昧
講
（
会
）
に
基
づ

く
「
念
仏
講
」「
無
常
講
」
を
背
景
と
し
て
、
各

門
徒
団
で
の
寄
合
成
立
当
初
か
ら
重
要
な
要
素

と
し
て
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く

に
教
説
に
お
い
て
、「
御
同
朋
・
御
同
行
」
と
同

朋
意
識
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
相
互
扶
助

的
な
側
面
ば
か
り
が
表
立
っ
て
し
ま
う
嫌
い
も

恐
ら
く
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
覚
如
上
人

は
、
真
宗
に
お
け
る
寄
合
は
あ
く
ま
で
も
信
心

の
問
題
が
中
心
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
の
為
に
、
あ
え
て
宗
祖
の
遺

言
を
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
繰
り
返
す

が
、
葬
礼
の
相
互
扶
助
自
体
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
宗
祖
に
亡
骸
は
「
賀
茂
川
に

入
れ
よ
」
と
言
い
残
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
従
え

ず
に
廟
堂
を
建
立
し
た
子
弟
・
門
弟
の
宗
祖
追

慕
の
念
が
、
真
宗
の
教
え
を
伝
え
て
き
た
と
い

う
歴
史
的
事
実
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
真
宗
門
徒
の
「
寄
り
合
う
」
と
い

う
行
為
を
推
進
し
、
互
い
の
信
心
を
深
め
て
き

た
重
要
な
要
因
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

�

⑴　

�

拙
稿
「
真
宗
講
集
団
の
葬
儀
に
お
け
る
相
互
扶
助

－
尾
張
地
域
を
例
と
し
て
－
」

⑵　

�『
真
宗
聖
典
』（
一
九
七
八
年
、
東
本
願
寺
出
版
部
）

六
八
九
、
九
〇
頁
。

⑶　

�

草
野
顕
之
『
二
〇
一
八
年
安
居
次
講�

『
改
邪
鈔
』

史
考
』（
二
〇
一
八
年
、
東
本
願
寺
出
版
）。

⑷　

�

註
⑶
書
、
一
二
六
、
七
頁
。

⑸　

�『
国
史
大
辞
典
』
第
十
一
巻
（
一
九
九
〇
年
、
吉
川

弘
文
館
）
三
三
九
頁
、『
民
俗
小
事
典　

死
と
葬

送
』（
二
〇
〇
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）
七
七
頁
参
照
。

こ
れ
に
関
し
て
は
註
⑴
拙
稿
で
も
少
し
触
れ
て
お

い
た
の
で
、
併
せ
て
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

⑹　

�

註
⑶
書
、
第
二
章
第
六
節
参
照
。

⑺　

�『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
（
一
九
八
三
年
、
同
朋

舎
出
版
）
九
六
八
～
七
一
頁
。
ま
た
、『
増
補
改
訂

本
願
寺
史
』
第
一
巻
（
二
〇
一
〇
年
、
本
願
寺
出

版
社
）
第
二
章
第
四
節
参
照
。

⑻　

�

註
⑹
に
同
じ
。

⑼　

�

勝
田
至
編
著
『
日
本
葬
制
史
』（
二
〇
一
二
年
、
吉

川
弘
文
館
）
第
三
章
第
二
節
参
照
。

⑽　

註
⑶
書
、
第
二
章
第
三
節
参
照
。

かつて地域共同体で運営されていた火葬場（サンマイ）
の一例

「善信聖人親鸞伝絵」（三重県津市・専修寺藏）に描かれる、最初の宗祖墳墓。
「聖人乃墓所」との註記がある。［『真宗重宝聚英』第5巻（同朋舎出版）より］



新型コロナウイルス感染症に伴う
教化センター主催事業の開催
見送りのお知らせ

■教化センター
〈開　館〉月～金曜日 10：00～21：00
（土曜日・日曜日・祝日休館 ※臨時休館あり）
〈貸し出し〉書籍・2週間、視聴覚・１週間

～お気軽にご来館ください～
■名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。 お東ネット 検索

《雑感》
　新型コロナウイルス感染症による影響が各地へと
拡大し続けている。終息の兆しは一向に見えず、本山
や各教区・別院における講座や行催事についても、
次 と々中止や延期の措置が取られている。
　このような状況の中、とりわけ目を引いてしまうのが
ネット上の反応だ。真偽も定かではない無数の情報が
拡散し、罹患者や医療関係者などへの罵詈雑言が
ありとあらゆる角度から飛び交っている。
　ウイルスという、目に見えない脅威。目に見えないか
らこそ恐怖を抱き、少しでも自分から遠ざけようとする、
その心理自体は理解できる。また、終息の見通しが立
たない現状では、不安に駆られ衛生品や食料品など
の買い占めに走る人が出てくるのも、ある意味では仕
方のないことなのかもしれない。
　しかし、今の日本における状況が、9年前の東日本
大震災当初とどこか重なって見えてしまうのは、私だ
けなのだろうか…

（て）

INFORMATION

教化センター日報
2019年12月～2020年２月

研究業務「自死者追悼法要」後援
研修業務「第13期研究生 聖典講読」⑤
研究業務「平和展」学習会
名古屋別院報恩講
研究業務「平和展」学習会

12月4日
11日

13日～18日
24日

研修業務「聖典研修」④（一楽真氏）
研究業務「自死者追悼法要」反省会
図書整理（～2月7日）
研修業務「第13期研究生 報恩講」
研修業務「第13期研究生 聖典講読」⑥
教務所・教化センター合同報恩講
教務所・教化センター職員研修（～18日）
研修業務「第13期研究生 課題学習」③
研究業務「平和展」学習会

　

1月20日
23日
27日

2月6日
10日
17日
21日
27日
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新型コロナウイルス感染症に伴う
教化センターのご利用について（お願い）
　本紙発行の3月25日現在、教化センターは通常通り開館しております。しか
しながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う物流の影響により、
ご来館くださいました皆様に感染症予防としてお使いいただくための手指用
の消毒液を設置することができない状態が続いております。
　大変申し訳ありませんが、教化センターをご利用の際は、マスク・手洗い・う
がいなど、各自において新型コロナウイルス感染症の予防に努めてください
ますよう、お願い申し上げます。

　教化センターは、本年3月に開催を予定しておりました
　　・聖典研修「『教行信証』撰述の願い」第5回（3月9日）
　　・平和展特別学習会「韓国仏教の現在」（3月14日）
　　・第31回平和展「真宗大谷派の海外侵出－朝鮮開教－」

（3月17日～23日）
につきまして、3月における開催を見送りとさせていただきましたの
で、お知らせいたします。
　この度の決定は、昨今の新型コロナウイルス感染症による影響
の拡大および終息の見通しが立たない現状においては、会場内
における来場者の安全を確保することが困難であるという判断
によるものです。ご来場を予定してくださっていた方々におかれま
しては、この場を借りて深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご
理解賜りますようお願いいたします。
　開催を見送った上記の事業につきましては、本年6月末までに
代替日を設定し開催することを目指して協議ならびに調整を重ね
てまいります。今後の方向性が決まり次第、HP「お東ネット」等で
改めてご案内させていただきます。
　なお、名古屋教区・教区教化センター・名古屋別院主催、もしく
は名古屋別院を会場に開催予定でありました右記の事業につい
ても、同様の理由から中止または延期の措置が取られましたこと
を、併せてご報告申し上げます。

中止または延期の措置が取られた主な事業

＊2020年３月４日 現在

【名古屋教区・教区教化センター 主催】
・３月３日（火） 伝道スタッフ養成講座
・３月５日（木） 教区解放運動研修
・３月９日（月） 聖典研修
・３月14日（土） 平和展特別学習会
・３月17日（火） 第31回平和展（～23日）
・３月26日（木） 解放運動推進要員研修
・３月30日（月） 得度研修

【名古屋別院 主催】
・２月29日（土） こどもカフェ
・３月５日（木） おてらいふ（～６日）
・３月８日（日） 信道講座
・３月10日（火） 門徒声明
・３月12日（木） 縁日「一如さん」
・３月14日（土） 老いと病のための心の相談室 公開講演会
・３月15日（日） 子ども自然教室
・３月18日（水） 災害ネットワーク研修
・３月21日（土） 人生講座
・３月24日（火） 別院奉仕研修
・３月25日（水） 真宗門徒講座
・３月27日（金） 門徒声明
・定例法話（３月５日～28日）
・巡回法話（３月末まで）

＊本堂における法要は平常通り勤修

【名古屋別院 会場（関係団体主催）】
・２月28日（金） 東別院てづくり朝市
・３月11日（水） ３.11わすれなの鐘 チャリティーライヴ
・３月12日（木） ミーツオーガニックマーケット
・３月14日（土） 第22組坊守会 公開講座
・３月28日（土） てづくり縁市 / 寺フェス「Buddha GIRI」
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◦データを希望される場合はお問い合わせください。
◦差支えなければ、イラストを使用された場合、教化センターまで
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※�用途にあわせて、切り貼りなどしてご使用いただけます。
※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。


